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本 論 文 は 、 違 憲 審 査 及 び 行 政 裁 量 審 査 の 双 方 を 含 む 司 法 審 査 の 基 礎 に 対 し て 哲 学 の 知

見 を 用 い た 考 察 を 行 う こ と に よ っ て 、 あ る べ き 司 法 審 査 を 同 定 す る こ と を 試 み る も の で あ

る 。 具 体 的 に は 、 日 本 に お け る 司 法 審 査 論 の 到 達 点 を 審 査 基 準 論 に 同 定 し た 上 で 、 そ の 哲

学 的 根 拠 を 再 検 討 す る こ と で 、 既 存 の 審 査 基 準 論 を 正 当 化 し 、 さ ら に 新 た な 審 査 基 準 論 を

設 定 す る た め の メ タ 基 準 を 導 出 し た 。 こ れ に よ っ て 、 既 存 の 審 査 基 準 論 に 照 ら し て 新 奇 な

事 例 の 多 い 行 政 裁 量 審 査 に 対 す る 審 査 基 準 論 の 応 用 の 可 能 性 及 び そ の 必 要 性 を 論 証 し て い

る 。  

本 論 文 は 三 部 か ら 構 成 さ れ て い る 。 第 一 部 に お い て は 、 行 政 裁 量 論 及 び 違 憲 審 査 論 の

現 状 を 整 理 し 、 そ れ ら が 抱 え る 問 題 を 剔 抉 し て い る 。 第 二 部 は 、 日 本 に お け る 現 在 の 司 法

審 査 論 の 到 達 点 を 同 定 す る と と も に 、 そ の 到 達 点 を 含 む 日 本 の 司 法 審 査 論 が 抱 え る 理 論 的

問 題 に 対 し て 、 主 と し て 哲 学 的 知 見 に 依 拠 し て 独 自 の 解 決 を 与 え て い る 。 第 三 部 に お い て

は 、 行 政 法 判 例 を 題 材 と し て そ の 解 決 を 応 用 し 、 さ ら に 要 件 事 実 論 の 議 論 に ま で 落 と し 込

ん だ 。 以 下 で 各 章 の 議 論 に つ い て 敷 衍 す る 。  

第 一 部 第 １ 章 に お い て は 、 行 政 法 学 が 、 現 在 ま で の と こ ろ 、 司 法 裁 量 を 統 制 す る た め

の 理 論 を 提 示 で き て い な い こ と を 示 す 。 さ ら に 、 行 政 法 学 の 昨 今 の 流 れ を 鑑 み て も 、 審 査

基 準 論 を 取 り 入 れ る こ と に よ っ て こ れ を 解 決 す る の が 適 切 で あ る こ と も 主 張 す る 。  

続 く 第 ２ 章 に お い て は 、 昨 今 の 三 段 階 審 査 論 の 隆 盛 を 踏 ま え て 、 審 査 基 準 論 と 三 段 階

審 査 論 の 関 係 を 整 理 す る 。 結 論 と し て は 、 両 者 は 両 立 可 能 で あ る 。  



そ の 結 果 と し て 、 違 憲 審 査 で も 行 政 裁 量 審 査 で も 、 審 査 基 準 論 を 用 い て 司 法 審 査 を 行

う べ き こ と が さ し あ た り 示 さ れ る 。  

第 二 部 で は 、 第 一 部 の 各 章 で 結 論 に 行 き 着 く た め に 用 い ら れ た 前 提 に 対 し て 、 詳 細 な

正 当 化 を 与 え て い く 。 つ ま り 、 第 二 部 の 議 論 で は 、 審 査 基 準 論 を そ の 背 景 で 支 え る 様 々 な

根 拠 を 示 す こ と に な る 。 こ の 検 討 は 、 第 一 部 の 議 論 に 満 足 し な い 読 者 に と っ て は も ち ろ ん

有 益 で あ る が 、 そ れ 以 上 に 、 既 存 の 審 査 基 準 論 を 応 用 す る だ け で は 解 決 で き な い 事 案 を 解

決 す る た め の 指 針 を 与 え る 点 で 、 実 践 的 な 意 義 を 持 つ 。  

第 二 部 第 １ 章 で は 、 第 二 部 の 導 入 も 兼 ね て 、 日 本 の 憲 法 学 に お い て 司 法 審 査 を 規 定 す

る 価 値 と 見 做 さ れ て き た 「 公 共 の 福 祉 」 論 の 学 説 史 を 概 観 す る 。 そ の 結 果 と し て 、「 切 り

札 と し て の 人 権 」 と 「 公 共 の 福 祉 に 基 づ く 権 利 」 の 二 種 類 の 権 利 の 存 在 を 剔 抉 し 、 そ れ に

基 づ い て 審 査 基 準 論 を 展 開 す る ⾧ 谷 部 恭 男 の 議 論 が 、 現 在 の 司 法 審 査 論 の 到 達 点 で あ る こ

と を 示 す 。 同 時 に 、 ⾧ 谷 部 恭 男 の 議 論 の 価 値 論 上 の 限 界 も 指 摘 し た 上 で 、 そ の 瑕 疵 を 功 利

主 義 が 治 癒 で き る こ と を 示 す 。  

続 く 第 ２ 章 で は 、 権 利 論 の 研 究 に よ っ て 、 ⾧ 谷 部 の 司 法 審 査 論 を 支 え る 背 景 的 正 当 化

を 展 開 す る 。 具 体 的 に は 、 日 本 の 憲 法 学 者 が 、 権 利 論 に お い て こ れ ま で 依 拠 し て き た 三 人

の 哲 学 者 、 す な わ ち 、 ジ ョ ン ・ ロ ー ル ズ 、 ロ ナ ル ド ・ ド ゥ オ ー キ ン （ Ronald Dworkin）、

ア ラ ン ・ ゲ ワ ー ス （ Alan Gewirth） の う ち 、 後 二 者 の 議 論 が 検 討 さ れ る 。 ゲ ワ ー ス は 、 ⾧

谷 部 が 影 響 を 受 け た ド ゥ オ ー キ ン と 同 じ く 、 普 遍 化 可 能 性 に よ り 権 利 を 正 当 化 し な が ら 、

よ り 体 系 的 か つ 精 緻 な 議 論 を 行 っ て い る た め 、 理 性 的 行 為 者 性 を 重 視 す る ゲ ワ ー ス の 議 論

が 、 司 法 審 査 の 背 景 的 正 当 化 の 基 本 を 成 す 。 ゲ ワ ー ス の 議 論 は 、（ 人 格 的 ） 自 律 や 尊 厳 に

よ っ て 人 権 を 正 当 化 し よ う と し て き た 従 来 の 議 論 の 系 譜 に 属 す る と い う 点 で 、 本 稿 が 示 す

審 査 基 準 論 の 正 当 化 は 、 従 来 の 議 論 の 再 解 釈 で あ る と も 言 い 得 る 。 た だ し そ の ゲ ワ ー ス の

議 論 も 、 結 局 は 、 功 利 主 義 を よ り 基 底 的 な 理 論 と し て 受 け 入 れ ざ る を 得 な い 。  

第 ３ 章 で は 、 ⾧ 谷 部 や ゲ ワ ー ス の 議 論 の 更 な る 基 底 を 成 す べ き 功 利 主 義 を 、「 最 良 の 説

明 へ の 推 論 （ IBE: Inference to Best Explanation）」 と い う 方 法 を 用 い て 正 当 化 す る 。 そ の

中 で 、 功 利 主 義 の 批 判 者 と し て 著 名 な ロ ー ル ズ の 議 論 に 対 し て も 、 方 法 論 上 の 批 判 を 行

う 。 こ の 章 に お い て 、 国 家 は 常 に 公 益 を 実 現 す る よ う に 行 動 す べ き こ と 、 そ し て 、 公 益 の

実 現 と は す な わ ち 快 楽 の 総 計 の 最 大 化 で あ る こ と が 示 さ れ る 。  

第 ４ 章 で は 、 価 値 一 元 論 で あ る 功 利 主 義 に 対 置 さ れ る 価 値 多 元 論 — — い わ ゆ る 価 値 の

通 約 不 能 性 を 認 め る 立 場 — — が 、 価 値 論 上 の 圧 倒 的 通 説 と 言 っ て よ い 現 状 に 鑑 み て 、 価 値

多 元 論 批 判 及 び 価 値 一 元 論 の 擁 護 を 行 う 。 す な わ ち 、 価 値 の 通 約 不 能 性 を 否 定 す る 。 そ の

結 果 と し て 、 価 値 一 元 論 で あ る 功 利 主 義 の 正 当 性 が 、 さ ら に 確 証 さ れ る こ と に な る 。  

第 ５ 章 で は 、 民 主 的 正 統 性 の 意 義 を 検 討 す る 。 題 材 と な る の は 、 ク リ ス ト フ ・ メ ラ ー

ス （ Christoph Mö llers） の 所 論 で あ る 。 近 時 、 メ ラ ー ス の 議 論 は 、 日 本 の 公 法 学 で 注 目 を

集 め つ つ あ る が 、 お そ ら く そ れ は 偶 然 で は な い 。 メ ラ ー ス の 採 る 価 値 論 上 の 立 場 — — 自 律



一 元 論 — — は 、 日 本 の 公 法 学 者 の そ れ に 類 似 し て い る 。 そ の 上 で 、 メ ラ ー ス は 、 そ の 立 場

を 貫 徹 し て 、 統 治 の 正 統 性 を 論 じ て い る 。 メ ラ ー ス の 議 論 が 失 敗 し て い る こ と を 示 す こ と

で 、 帰 謬 法 に よ っ て 自 律 一 元 論 の 失 敗 を 示 す こ と が 出 来 る 。 代 替 案 と し て 提 示 さ れ る の

は 、 民 主 主 義 に お い て 統 治 者 は 公 益 を 実 現 す る よ う に 動 機 づ け ら れ る こ と を 示 す 実 証 理 論

で あ る 支 持 基 盤 理 論 （ selectorate theory） で あ る 。  

最 後 に 、 第 ６ 章 で は 、 第 一 部 及 び 第 二 部 の 検 討 を 承 け て 、 司 法 審 査 が ど の よ う に 行 わ

れ る べ き か を 、 そ の あ る べ き 理 論 的 構 造 を 示 す と い う 形 で 、 明 ら か に す る 。 た だ し そ の 前

提 問 題 と し て 、 ま ず は 裁 量 と い う 概 念 を ど う 理 解 す べ き か 、 司 法 審 査 に お い て 法 文 が ど の

よ う な 役 割 を 果 た す べ き か 、 と い う 問 題 を 、 そ れ ま で の 検 討 の 敷 衍 と い う 形 で 明 ら か に す

る 。 そ の よ う に し て 明 ら か に な っ た 司 法 審 査 の 理 論 的 構 造 が 、 本 稿 の 成 果 と し て 最 後 に 示

さ れ る 。  

ま た 、 第 二 部 に は 、 専 門 家 に 対 す る 敬 譲 の 正 当 性 を 検 討 す る 補 論 が 付 さ れ て い る 。 本

稿 の 主 張 に お い て は 、 国 家 は 、 私 人 よ り も 判 断 能 力 が 優 れ て い る 問 題 に 対 し て の み 、 介 入

す る こ と が 出 来 る 。 そ し て 、 公 益 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 常 に こ の 条 件 が 成 り 立 つ 。 こ

の よ う な 、 エ リ ー ト 主 義 的 に も 映 り 得 る 本 稿 の 議 論 が 、 実 際 に あ る 程 度 ま で エ リ ー ト 主 義

的 だ と し て も 、 そ れ に 道 徳 的 な 問 題 は な い こ と を こ の 補 論 は 示 し て い る 。  

こ こ ま で の 検 討 は 、 実 際 の 判 例 を ほ と ん ど 参 照 し な い 形 で 行 わ れ る 。 こ れ は 本 稿 の 議

論 の 強 み で も あ り 、 弱 み で も あ る 。 実 際 の 判 例 が ど の よ う な も の で あ っ て も 、 本 稿 の 議 論

は 、 そ の 在 り 方 に 対 す る 規 範 と し て の 意 義 を 失 わ な い 。 他 方 で 、 実 際 の 判 例 に 対 し て 本 稿

の 議 論 が ど の よ う な 説 明 あ る い は 批 判 を 与 え る か は 、 少 な く と も 一 見 し て 明 ら か と は い い

に く い 。  

そ こ で 、 第 三 部 で は 、 判 例 及 び 裁 判 例 を 取 り 上 げ て 、 本 稿 の 議 論 が 判 例 に 対 し て ど の

よ う に 応 用 で き る か 、 各 論 的 に 検 討 を 行 う 。 さ ら に 、 そ の 作 業 の 中 で 、 第 二 部 の 最 後 に 示

し た 司 法 審 査 の 理 論 的 構 造 を 、 よ り 精 緻 化 す る こ と を 目 指 す 。  

具 体 的 に は 、 第 三 部 第 １ 章 に お い て 、 公 害 健 康 被 害 の 補 償 等 に 関 す る 法 律 ４ 条 ２ 項 に

基 づ く 水 俣 病 の 認 定 の 申 請 を 棄 却 す る 処 分 の 取 消 訴 訟 に お け る 審 理 及 び 判 断 の 方 法 に つ い

て 判 断 を 示 し た 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ ６ 日 第 三 小 法 廷 判 決  民 集 第 ６ ７ 巻 ４ 号 １ １ １ ５ 頁 の 分

析 及 び 批 判 を 行 う 。 同 時 に 、 こ の 判 例 を 題 材 と し て 、 第 二 部 ま で の 理 論 的 考 察 を 、「 実 務

家 の 文 法 」 と も 言 え る 要 件 事 実 論 の 水 準 ま で 落 と し 込 む こ と を も 目 指 す 。 さ ら に 、 こ の 章

で は 、 特 に 第 一 部 第 １ 章 の 議 論 を よ り 具 体 的 な 分 析 で 補 完 す る 。 こ れ ら に よ っ て 、 こ の 章

は 、 第 二 部 ま で の 議 論 の 展 開 と い う 役 割 を 担 う こ と に な る 。  


